
内

観

と

信

心

—
!

仏
弟
子
論
と
し
て
の
『
浄
土
論
』㈠

——
加 

来 

雄 

之

- 

〇

 

智
慧
王
所
説
、
欲
為
諸
法
本
、
応
起
清
浄
欲
、
 

志
求
無
上
道

(

智
慧
王
の
所
説
に
は' 

欲
を
諸
法
の
本
と
す
。
応
に
清
浄
の
欲
を
起
し
て
、
無
上
道
を
志
求
す
べ
し) 

こ
の
与
え
ら
れ
た
有
限
の
生
を' 

こ
の
上
な
き
道
と
し
て
歩
む
こ
と
が
、
存
在
の
も
つ
深
い
欲
求
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
教
言
は
、
 

清
浄
な
意
欲
に
目
覚
ざ
め
る
こ
と
だ
け
が
、
迷
妄
の
生
を
無
上
道
を
志
求
す
る
生
と
転
ず
る
こ
と
を
語
る
。
自
ら
が
救
わ
れ
る
こ
と
も
、
 

ま
た
他
の
衆
生
が
救
わ
れ
る
こ
と
も
、

こ
の
清
浄
な
る
意
欲
に
目
覚
め
る
こ
と
を
離
れ
て
は
ど
こ
に
も
な
い
。

ど
れ
ほ
ど
自
ら
の
救
い
、
 

他
の
救
い
を
求
め
て
も
、
こ
の
清
浄
な
意
欲
へ
の
目
覚
め
を
離
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
外
道
で
し
か
な
い
。

こ
れ
が
仏
教
の
智
見
で
は
な 

い
か
。
清
浄
な
る
意
欲
に
よ
っ
て
の
み' 

生
は
無
上
の
も
の
と
な
る
、

い
わ
ゆ
る
不
退
転
の
も
の
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
清
浄
な
る
意
欲 

だ
け
が' 

あ
ら
ゆ
る
経
験
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
固
執
し
て
い
く
自
心
を
破
り' 

も
っ
と
も
根
源
的
な
因
縁
の
事
実
に
我
々
を
呼
び
か
え
す 

か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
順
逆
の
経
験
を
平
等
に
自
ら
の
人
生
の
内
容
と
し
て
転
じ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か 

ら
で
あ
る
。
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「
い
ま
ま
で
の
哲
学
者
た
ち
は' 

こ
の
世
界
を
あ
れ
こ
れ
と
解
釈
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

重
要
な
こ
と
は
世
界
を
変
革
す
る
こ
と 

だ
」

こ
れ
はX

，
マ
ル
ク
ス
の
墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
碑
文
で
あ
る
。

世
界
を
解
釈
し
て
よ
し
と
し
て
い
る
学
者
や
宗
教
者
の
立
場 

を
徹
底
的
に
奪
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
世
界
を
変
革
す
る
意
欲
は
何
に
根
拠
し
て
い
る
の
か
。

マ

ル

ク

ス

が

使

用

す

る

「疎
外
」 

と
い
う
概
念
に
は
仏
教
の
指
摘
す
る
自
我
を
生
き
る
も
の
と
し
て
の
本
質
へ
の
矛
盾
、

つ

ま

り
実
存
の
疎
外
と

し
て

の
執
着(

我
執
・
法

②
 

執)

も
含
ま
れ
る
の
か
。

「
世
界
を
も
た
な
い
自
我
は
空
虚
な
も
の
で
あ
り
、

自
我
を
も
た
な
い
世
界
は
死
物
で
あ
る
」

と
い
う
が
、

自 

我
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
世
界
は
死
物
で
あ
る
以
上
に
、
自
も
他
も
一
切
を
焼
き
つ
く
す
火
宅
で
し
か
な
い
。
 

世
界
の
変
革
か
、

自
ら
の
変
革
か
。

安
易
な
二
者
択
一
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、

内
道
と
呼
ば
れ
る
仏
道
の
立
場
は
、

次
の 

『
維
摩
経
』

仏
国
品
に
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

③
 

若
し
菩
薩
、
浄
土
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
当
に
其
の
心
を
浄
む
べ
し
。
其
の
心
浄
き
に
し
た
が
い
て
則
ち
仏
土
浄
し 

こ

こ

で

「
心
を
浄
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
を
得
る
た
め
の
必
須
条
件
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
自
我
に
よ
っ
て
は
真
の
世
界
は
求
め 

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
清
浄
な
意
欲
の
上
に
の
み
真
の
世
界
の
意
味
が
開
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
清
浄
な
る
意
欲
に
お
い
て 

の

み

「衆
生
の
類
は
是
れ
菩
薩
の
仏
土
」
「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
と
い
う
矛
盾
の
世
界
を
担
う
と
い
う
地
平
も
成
立
す
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
清
浄
な
る
意
欲
を
離
れ
た
世
界
は' 

善
悪
の
修
羅
場
で
あ
り
、
必
然
の
牢
獄
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
清
浄
な
る
意 

欲
は

、
悪
と
対
立
す
る
善
の
よ
う
な
、
分
別
に
基
づ
く
意
欲
で
は
な
く
て
、
善
と
悪
を
平
等
に
包
む
存
在
の
実
相
か
ら
起
こ
る
無
分
別
の 

意
欲
で
あ
る
。
仏
所
説
の
因
縁
法
に
基
づ
く
意
欲
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
意
味
で
世
界
を
虚
仮
と
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
 

善
悪
を
自
明
と
し
て
い
る
こ
と
自
身
の
基
盤
を
問
う
よ
う
な
批
判
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
清
浄
な
る
意
欲
に
と
っ
て
、
世
界
は
解
釈
し
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た
り
、
変
革
す
る
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

世
界
は
自
ら
の
意
欲
を
深
め
る
た
め
の
機
縁
で
あ
る
。

世
界
は
主
体
に
と
っ
て
ど
う 

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
壁
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
。

世
界
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
矛
盾
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
ま 

た
そ
れ
ゆ
え
に
一
切
皆
苦
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
と
き
の
み
主
体
に
と
っ
て
宗
教
的
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
ど
う
に 

も
な
ら
な
い
も
の
は
、
真
理
そ
の
も
の
と
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
狭
間
で
矛
盾
を
担
う
の
が
清
浄
な
る
意
欲
で
あ
る
。
 

願
清
浄
意
欲
以
其
体
、
依
般
若
故
得
清
浄
、
依
大
悲
故
得
意
欲
。
若
離
分
別
、
此
事
不
成
故
。

是
無
分
別
後
得
智
摂
。

(

願
は
清
浄
意
欲
を
も
っ
て
そ
の
体
と
す
。
般
若
に
依
る
が
故
に
清
浄
な
る
を
得
、
大
悲
に
依
る
が
故
に
意
欲
を
得
。
若
し
分 

別
を
離
る
れ
ば
、

こ
の
事
成
ぜ
ざ
る
が
故
に
。

こ
れ
無
分
別
後
得
智
の
摂
な
り
。) 

と
い
わ
れ
る
。
真

理

そ

の

も

の

に

般

若(

智
慧)

を
も
っ
て
、
現
実
そ
の
も
の
に
は
大
悲
を
も
っ
て
関
わ
る
の
が
清
浄
な
る
意
欲
で
あ
る
。
 

そ
れ
が
大
乗
菩
薩
道
の
願
が
も
つ
具
体
性
な
の
で
あ
ろ
う
。

『
浄
土
論
』

は

「
一
切
苦
悩
の
衆
生
」

と
呼
び
か
け
る
。

そ
れ
は
仏
教
に
と
っ
て
人
間
存
在
の
本
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を 

明
確
に
示
し
て
い
る
。
仏
教
に
と
っ
て
人
間
存
在
の
本
質
と
は
、
理
性
的
で
も
本
能
的
で
も
、
政
治
的
で
も
経
済
的
で
も
、
社
会
的
で
も 

な
く
私
的
で
も
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

む
し
ろ
苦
悩
の
本
質
を
探
求
す
る
中
で
、
人
間
存
在
も
、

そ
し
て
世
界 

や
個
人
が
も
つ
意
義
も
見
い
だ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
思
う
に
、
果
た
し
て
我
々
は
自
ら
を
、

そ
し
て
自
ら
が
処
す
る
世
界
を
、
苦
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

そ
こ
そ
こ
の
不
安
は
あ
る
、
そ
こ
そ
こ
の
苦
悩
は
あ
る
、
そ
こ
そ
こ
の
悲
し
み
は
あ
る
。

他
に
比
較
し
て
自
ら
を
不
幸
と
み
ざ
る
を
え
な 

い
状
況
も
あ
る
。

し
か
し
一
切
を
苦
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
な
ど
我
々
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
浄
土
論
』
は
、

こ

の

「
一
切
苦
悩
の
衆
生
」
の

自

覚

を

「
帰
命
無
量
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
名
の
も
と
に
開
く
。
わ

れ

わ

れ

は

「
無 

量
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
名
の
表
現
す
る
ロ
ゴ
ス
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
る
と
き
、
有
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
の
深
い
苦
悩
に
ふ
れ 

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
深
い
苦
悩
を
痛
む
魂
に
驚
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
世

親

が

「
普
共
諸
衆
生
」

と
語
る
よ
う
な
、
す
べ
て
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の
生
存
に
普
ね
く
通
じ
る
よ
う
な
深
さ
を
も
っ
た
真
理
を
自
ら
が
証
し
て
い
な
い
、
す
べ
て
の
存
在
を
お
足
す
る
よ
う
な
意
欲
を
自
ら
が 

証
し
て
生
き
て
い
な
い
、
と
い
う
苦
悩
で
あ
る
。

こ
の
苦
悩
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
を
生
き
て
い
る
衆
生
も
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も 

っ
と
も
根
底
に
横
た
わ
る
苦
悩
で
あ
る
。

こ
の
苦
悩
に
根
差
す
大
悲
こ
そ
清
浄
意
欲
の
動
機
で
あ
る
。
 

個
々
人
の
苦
が
個
々
人
の
苦
と
し
て
の
解
消
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
人
の
苦
の
根
底
に
普
遍
的
な
大
悲
の
魂
を
見
い
だ
す
と
き
、
 

そ
こ
に
真
の
苦
の
解
脱
が
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
苦
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
意
義
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
意
欲
、

「
一
切
の
苦
悩
の
衆
生 

を
捨
て
ず
」

「
一
切
の
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
す
る
」
意
欲
、

そ
れ
を
清
浄
な
る
意
欲
、

無
縁
の
大
悲
と
呼
ぶ
。

し
か
し
、

有
限
な
る
我
人 

に
と
っ
て
、
そ

の

清

浄

な

る

意

欲

も

「
帰
命
無
量
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

の
名
の
り
に
お
い
て
称
え
仰
ぐ
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

名
の 

り
に
お
い
て
清
浄
な
る
意
欲
に
目
覚
め
て
い
く
道
、

そ

れ

が

『
浄
土
論
』

が
教
示
す
る
仏
弟
子
の
道
で
あ
る
。

--

仏
弟
子
と
し
て
清
浄
意
欲
に
目
覚
め
て
い
く
道
を
、
『
浄
土
論
』

の
解
義
分
冒
頭
の
、
曇

鸞

が

「
願
偈
大
意
章
」

「
超
観
生
信
章
」
と
名 

づ
け
る
一
段
を
通
し
て
考
究
し
て
み
た
い
。

ま

ず

第

一

「
願
偈
大
意
章
」

は
、

此
願
偈
明
何
義
。

示
現
観
彼
安
楽
国
見
阿
弥
陀
如
来
願
生
彼
国
故
。

と
あ
る
。
こ

こ

は

『
願
生
偈
』
の
大
意
が'

「
安
楽
世
界
を
観
じ
る
こ
と
」
、
「
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と
」
、
「
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
う
こ
と
」
、
 

つ

ま

り

「
観

」

「
見
」

「
願
生
」

と
い
う
三
つ
の
課
題
が
示
現
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
親

鸞

は

こ

の

文

を

「
此
の
願
偈 

は
何
の
義
を
か
明
す
。
彼
の
安
楽
国
を
観
じ
て
、
阿
弥
陀
如
来
を
見
た
て
ま
つ
り' 

彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
る
こ
と
を
示
現
す
る
が 

故
な
り
。
」
と
訓
ん
で
い
る
。

こ
の
訓
に
従
っ
て
、
そ

れ

ぞ

れ

の

偈

文(

総
説
分)

で
の
対
応
部
分
を
表
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

観
安
楽
世
界#

器

世

間
(

国
土) 

”
観
彼
世
界
相

見
阿
弥
陀
仏
“
衆

生

世

間
(

仏
と
仏
の
用
き
と
し
て
の
菩
薩)

=

観
仏
本
願
力
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願

生

彼

国
"

一
心
帰
命 

川
故
我
願
生
彼
阿
弥
陀
仏
国 

こ
の
よ
う
に
確
か
め
る
と
、
「
観
」

「
見
」

「
願
生
」

は
平
面
的
に
並
ん
で
い
る
の
で
は
な
く'

「
観
じ
」
、
「
見
る
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ 

て

「
願
生
す
る
」
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
、
と
い
う
訓
み
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま

た

『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』

が

「
願
の
偈
」

で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

つ
ま
り
こ
の
偈
で
究
極 

的
に
明
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
願
そ
の
も
の
で
あ
る
。
願
、

つ
ま
り
清
浄
意
欲
そ
の
も
の
こ
そ
が
、

こ
の
偈
の
大
意
で
あ
る
と
い 

う
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
第

二

「起
観
生
信
章
」

で
は
、 

こ
の
意
を
う
け
て
、

⑥

云
何
が
観
じ
、
云
何
が
信
心
を
生
ず
る

と
述
べ
る
。

こ

れ

は

先

の

「
願
偈
大
意
章
」

の
主
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
願
、

つ
ま
り
清
浄
の
意
欲
を
ど
の
よ
う
に
観
じ
、
 

ま
た
清
浄
の 

意
欲
に
対
す
る
信
心
を
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ

の

「
云
何
」
と
い
う
方
法
の
問
い
に
、
 

『
浄
土
論
』
を
看
る
眼
目
が
あ
る
。

先

の

「
願
偈
大
意
章
」

の
理
解
を
通
す
と
、

こ

こ

に

「
云
何
が
観
」
ず
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
直 

接

的

に

は

前

章

の

「
観
彼
安
楽
世
界
」

「
見
阿
弥
陀
仏
」

を
承
け
、
「
云
何
が
信
心
を
生
」
ず

る

の

か

と

い

う

問

い

は

「
願
生
彼
国
」

に
応 

答
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ

ま

り

「
観
(

と

「
見
」)

」

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願 

う
存
在
に
な
る
こ
と
が
、
『
浄
土
論
』
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
。

こ

の

「
観
」
と

「
信
心
」

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
が
、

「
起
観
生
信
」

は
、

「
観
」

と

「
信
心
」

を
並
列
的
な 

二
つ
の
こ
と
と
し
て
述
べ
て
い
な
い
。

ま
た
一
般
的
な
了
解
の
よ
う
に
、
信
は
観
と
い
う
行
の
た
め
の
前
提
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

む 

し

ろ

「
観
」

こ

そ

ど

こ

ま

で

も

「
信
心
」
を
生
ず
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
信
心
を
生
ず
る
か
と
い
う

⑧
 

こ
と
が
、
『
浄
土
論
』
の
テ
ー
マ
で
あ
る
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
の
も
っ
と
も
深
い
関
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
曇
鸞 

は
、

『
浄
土
論
』

を

「
信
心
」

こ
そ
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
の
必
要
に
し
て
十
分
な
る
条
件
で
あ
る
こ
と
を
言
を
尽
く
し
て
語
る
論
で
あ
る
、
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
信
心
は
す
で
に
前
提
で
は
な
い
。

む
し
ろ
信
心
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
も
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仏
弟
子
た
ら
し
め' 

そ
の
存
在
を
し
て
仏
道
を
究
極
す
る
ま
で
歩
ま
し
め
る
力
を
も
つ
。

そ
の
意
味
で
信
心
は
独
立
し
て
い
る
。

た
だ
問 

題
は
そ
の
信
が
純
粋
で
あ
る
か
、
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
心
に
お
い
て

「
観
」
は
信
心
の
た
め
に
行
ぜ
ら
れ
る
。

「
観
」
は
信
心 

を
生
じ
る
た
め
の
前
提
で
は
な
く'

信
心
が
生
ま
れ
る
背
景
を
た
ず
ね
、
信
心
の
純
粋
性
を
証
明
す
る
方
法
を
意
味
す
る
。
親
鸞
ま
で
く 

れ
ば
も
っ
と
徹
底
し
て
、

「
観
」

つ
ま
り
五
念
門
行
と
い
う
も
、

た
だ
衆
生
に
信
心
を
生
ぜ
し
め
る
た
め
に
な
さ
れ
た
法
蔵
菩
薩
の
永
劫 

の
修
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

、
ヽ
、
 

⑨

仏
教
の
伝
統
で
は
、
 

意

欲

を

「浄
な
ら
し
め
る
」
は
た
ら
き
を
も
つ
心
所
が
信
で
あ
っ
た
。

し
か
し
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
清 

浄

な

る

意

欲
(

願)

に
対
し
て
澄
浄
無
疑
な
ら
し
め
る
の
が
信
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

に

『
浄
土
論
』

が
、
浄
土
教
の
論
と
し
て
の
独
自
性 

を
も
っ
た
論
で
あ
る
の
は
信
心
を
仏
道
の
究
極
的
関
心
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
親

鸞

が

『
願

生

偈(

浄
土
論)

』

を

「
一
心
の
華
文
」
と
呼 

ぶ
所
以
で
あ
る
。

さ

て

「
云
何
が
観
ず
る
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

若
し
善
男
子
善
女
人
、
五
念
門
を
修
し
て
、
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
、
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
生
じ
て
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と
を 

⑪

得
と
な
り

と
答
え
る
。

「
云
何
観
」

の

「
観
」

は
、

五

念

門

行

の

中

の

「観
察
」

と
い
う
狭
い
術
語
と
し
て
の
意
味
で
は
な
く'

も
っ
と
広
い
一
般 

的
な
意
義
で
は
な
い
か
と
思
う
。

つ

ま

り
こ
こ

の
「
観
」
は' 

ま

だ

「
観
察
」(

毘
婆
舎
那)

と
い
う
ア
ビ
ダ
ル
ツ
的
な
術
語
が
確
立
さ
れ 

る
以
前
の
、
素

朴

な

意

味

で

使

用

さ

れ

た

「
真
実
を
観
よ
」

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
素
朴
と
い
っ
て
も
、
そ

の

「
観
」
が
仏
道
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
限
り' 

決
し
て
外
な
る
対
象
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
 

思
い
の
ま
ま
に
観
想
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
仏

道

の

「
観
」
は
恣
意
的
に
な
さ
れ
る
観
念
や
想
像
や
妄
想
で
は
な
い
。

「
観
」
は
ど
こ
ま
で 

も
仏
道
の
目
的
に
随
順
し
た
体
系
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、

「
起
観
」

は
次
に
五
念
門
と
し
て
展
開 

し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ

ま

り

こ

の

「観
」
は
五
念
門
を
包
括
す
る
、
と
い
う
よ
り
五
念
門
が
生
ま
れ
て
く
る
源
泉
で
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あ
る
よ
う
な
根
源
行
を
示
し
て
い
る
。

そ

れ

は

第

五

功

徳

門

の

「
大
慈
を
も
っ
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
す
る
」

と

い

う

「
観
」
と
響 

き
あ
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
釈
尊
出
世
の
本
懐
で
あ
る
。

⑫

五

念

門

行

が

「観
」

に
お
い
て
代
表
さ
れ
る
の
は
、
お

そ

ら

く

こ

の

「
観
」

こ
そ
仏
の
根
源
行
で
あ
り' 

そ
れ
ゆ
え
に
念
仏
の
行
の
本 

質
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

自
覚
に
か
か
わ
る
智
慧
の
業
を
象
徴
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
観

」
が

「
信
」

に
先
立
つ
の
は
、

⑬

帰
す
る
べ
き
仏
が
如
実
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
真
に
帰
依
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
信
心
を
成
就

す
る
方
法
は
、
信

仏

の

因

縁(

背
景)

を
明
ら
か
に
観
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
。
信
が
真
に
純
粋
で
あ
り
、
公
明
正
大
な
信
で
あ
る
こ
と 

を

証

明

す

る

た

め

に

は

「
観
」

が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
純

粋

に

仏
を

念
ず

る
と

い
う
こ

と

に
お
い
て

「
観

」
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
行

⑭

で
あ
る
。
仏
の
教
え
が

因
縁

法

の

自

覚

に

あ

る

か
ぎ

り

「
観

」
は
唯
一
の
行
な
の
で
あ
る
。
実
在
を
縁
起
と
し
て
と
ら
え
る
仏
法
に
お
い 

て' 

止
観
は
独
自
の
方
法
で
あ
る
。

「
観

」
は

、

そ
の
縁
起
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て' 

自
ら
に
与
え
ら
れ
た
存
在
を
充
全
に
果 

た
す
と
い
う
清
浄
意
欲
を
見
い
だ
す
厳
密
な
る
方
法
を
示
す
行
で
あ
る
。

誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
仏
道
を
仏
道
た
ら
し
め
る
行
は
観 

⑮
 

⑯
 

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
次
い
で
、
先

の

「
云
何
観
」
と

い

う

問

い

に

対

し

て

「
修
五
念
門
行
成
就
」
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
の
で
あ 

ろ
う
。

つ

ま

り

『
浄
土
論
』

は

「
観
」
と
い
う
課
題
を
、
念

仏

に

よ

る

願

生
浄
土
の
行
と

い
う

明
確
な

「
根
拠
」
と

「
対
象
」
と

「
方
法
」 

と

「
目
的
」
と
い
う
体
系
を' 

五
念
門
行
と
し
て
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

根

拠
(

何
処
に
依
る)

"

礼
拝
、
讃
嘆

対

象
(

何
処
に
依
る)

”
作
願

方

法
(

云
何
が
依
る)
"

観
察

目

的
(

何
故
に
依
る)
^
^

回

向
(

を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る)

こ
の
五
念
門
の
行
に
よ
っ
て
、
「観
」
と
い
う
仏
道
の
伝
統
的
行
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
別
の
視
点
か
ら
、
仏
道
伝
統
の
学
の
体
系
で
あ
る
戒
定
慧
の
三
学
か
ら
理
解
す
る
こ
と
も
で
翌
る
だ
ろ
う9

い
わ
ゆ
る
戒
は
身
業
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と
口
業
に
お
け
る
宗
教
的
生
の
表
現
で
あ
る
。

つ
ま
り
身
業
で
あ
る
礼
拝
門
と
口
業
で
あ
る
讃
嘆
門
に
よ
っ
て
戒
学
を
成
就
す
る
。
戒
の 

原

初

的
な

精
神
が

三
帰
戒(

南

無

仏

・
南

無

法

・
南
無
僧)

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
を
戒
学
に
該
当
さ
せ
る
こ 

と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
意
業
で
あ
る
作
願
門
に
よ
っ
て
定
学
を
成
就
し
、
智
業
で
あ
る
観
察
門
、
方
便
智
業
で
あ 

る
回
向
門
に
よ
っ
て
慧
学
を
成
就
す
る
。
慧
学
を
観
察
門
と
回
向
門
に
開
く
こ
と
も
、
智
慧
が
根
本
智
と
方
便
智
と
い
う
二
面
性
を
も
つ 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
配
当
に
は
、
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ 

ろ
う
が
、
仏
道
の
行
の
体
系
を
離
れ
て
五
念
門
行
の
体
系
も
な
い
と
い
う
視
点
は
大
事
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と

に

か

く

「観
」

を
浄
土 

に
生
ま
れ
て
仏
弟
子
と
な
る
と
い
う
課
題
に
お
い
て
整
理
し
体
系
化
し
た
も
の
が
『
浄
土
論
』

の
五
念
門
行
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

第

二

「起
観
生
信
章
」

か

ら

第

三

「観
察
体
相
章
」

へ
、
そ

し

て

第

四

「浄
入
願
心
章
」

へ

さ

ら

に

は

第

十

「
利
行
満
足
章
」

と
い
う 

展
開
は'

「観
」

に
よ
っ
て
何
が
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

一
応
は
観
察
の
対
象
は
浄
土
で
あ
る
。

し
か 

し
、
浄

土

が

「
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
」

さ

れ

た

「
願
土
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
願
(

清
浄
意
欲)

を

句
(

教
言)

に
よ
っ
て
象 

徴
し
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
世
界
を
「
観
」
ず
る
行
を
通
し
て
、
荘
厳
し
た
願
心
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。

「観
」 

は
観
察
の
た
め
で
は
な
く
、
願
心
に
入
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
、

そ
の
こ
と
が
こ
こ
に
明
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

そ

し

て

「
願
心
に 

入
る
」

と
い
う
こ
と
は
、

此
の
三
種
の
成
就
は
願
心
を
し
て
荘
厳
せ
り
と
知
る
応
し
。

略
説
し
て
一
法
句
に
入
る
が
故
に
と
。
 

ー
法
句
は
謂
く
清
浄
句
な
り
、
清
浄
句
は
謂
く
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
故
に
と
。
 

と
い
う
よ
う
に' 

衆
生
世
間
清
浄
、
器
世
間
清
浄
と
い
う
二
種
の
清
浄
世
間
と
し
て
は
た
ら
く
「
真
実
智
慧
無
為
法
身
」' 

い
わ
ゆ
る
仏
の 

は
た
ら
き
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ

は

最

終

的
に
は

仏
弟
子
と

し
て

第
十
「
利
行
満
足
章
」

に
語
ら
れ
る
よ
う
な
真
に
衆
生
を
利
す
る 

仏
の
行
に
目
覚
め
る
こ
と
の
外
に
は
な
い 

の
で
あ
る
。
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三 

お
そ
ら
く
仏
弟
子
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
が
も
つ
も
っ
と
も
深
い
悲
し
み
は
、
自
ら
が
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
真
実
の
道 

を
歩
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
確
信
を
も
ち
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
仏
教
の
流
れ
に
自
ら
が
預
か
り
、
退
転
し
な
い
境
地
を
獲
得
す 

る
こ
と
こ
そ
仏
弟
子
の
切
実
な
る
願
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
境
地
を
、
預
流
と
い
い
、
正
定
聚
、
不
退
転
と
も
名
づ
け
る
。
 

釈
尊
在
世
の
こ
ろ
に
は
、
預

流
(

見
道)

の
境
地
に
達
す
る
、
つ
ま
り
聖
者
の
流
れ
に
預
か
る(

目
覚
め
た
、
悟
っ
た
人
々
の
伝
統
に
参
与 

す
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、)

人
々
に
つ
い
て
二
通
り
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
信
を
主
と
す
る
道
に
よ
る 

者
い
わ

ゆ
る
随
信
行
者
？

ち6
1 1

#
ー
ー

仙
2.1

1
)

で
あ
り
、
 

も
う
一
つ
は
慧
を
主
と
す
る
道
に
よ
る
者
い
わ
ゆ
る
随
法
行
者2
1
1

ま
!
!

ー
ヨ
ー
ー
齒
は!
！
) 

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
両
者
は
、
そ
の
階
位
も
、
ま
た
得
ら
れ
る
証
果
も' 

根
本
的
に
ど
の
よ
う
な
差
異
も
な
い
。

た
だ
、
時
代
が
下
が 

る
に
つ
れ
て
、
出
家
の
僧
侶
を
中
心
と
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
中
で
は
、
慧
に
よ
る
道
が
重
視
さ
れ
、
信
に
よ
る
道
は
相
対
的
に
軽
視 

さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
本

来

、
仏
の
教
え
を
聞
き
仏
の
道
を
歩
む
あ
り
方
に
、
「主
と
し
て
信
に
よ
る
も
の
」
と

、
「
主
と
し
て
慧
に
よ
る
も
の
」
と 

の
二
つ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
信
に
よ
る
か
、
慧
に
よ
る
か
の
あ
り
方
は
、
仏
の
教
え
に
対
し
て
自
ら
を 

ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
捉
す
る
か
と
い
う
差
異
以
上
で
は
な
い
。

し
か
し
、
仏
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
に
つ
い
て
の 

領
解
は
、.
仏
弟
子
に
と
っ
て
は
決
定
的
な
一
点
で
あ
る
。
我
々
は
仏
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
み
る
の
か
。

惟
う
に
、
我
々
は' 

仏
弟
子
と
名
の
り
な
が
ら' 

理
想
の
宗
教
的
人
格
と
し
て
の
釈
尊
を
追
い
求
め
る
ば
か
り
で
、
す
べ
て
の
苦
悩
す 

る
衆
生
に
ど
こ
ま
で
も
呼
び
か
け
て
や
ま
な
い
釈
尊
の
悲
の
精
神
を
忘
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

⑴

仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
法
を
自
ら
の
慧
に
よ
っ
て
了
解
し
よ
う
と
す
る
か 

⑵

仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
法
を
信
じ
勝
解
し
よ
う
と
す
る
か
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の
区
別
は' 

換
言
す
れ
ば
、

⑴
 

自
ら
の
力
を
つ
く
し
て
仏
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
の
か
、(

つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
し
て
悟
り
を
開
く
か
の
関
心)

か

、
 

⑵

自
ら
を
仏
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
か
、
 
(

仏
弟
子
と
し
て
ど
の
よ
う
に
誕
生
す
る
か
の
関
心)

か
、
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

や
が
て
曇
鸞
は
、
前
者
を
自
力
の
立
場' 

後
者
を
他
力
の
立
場
と
し
て
決
別
す
る 

そ
の
後
者
、

つ
ま
り
信
に
よ
っ
て
預
流
を
実
現
す
る
道
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
の
が
浄
土
教
の
伝
統
で
あ
る
。

つ

ま

り

「仏
に
よ
っ
て 

呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
、
究
極
的
な
関
心
と
し
て
仏
道
の
体
系
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、

の
が
浄
土
教
の
伝
統
の
特
質 

で
は
な
い
か
。

な
ぜ
な
ら
ば
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
こ
と
は
、
仏
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
世
界
で
生
き
て
い
く 

も
の
と
な
ろ
う' 

と
い
う
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

仏
弟
子
と
は' 

仏
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
存
在
の
実
相
に
目
覚
め
た
力
に
捉
え
ら
れ
た 

も
の
と
し
て
自
ら
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ

を

「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
か
る
」
と
了
解
し
て
も
よ
い
。

ま
た
、
そ
の
自
覚
は
、
 

仏
の
本
願
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
も
の
、
仏

の

智

慧

に

よ

っ
て

照
ら

さ
れ

た
も

の
と

し
て

「
所
照
の
自
覚
」

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ 

ろ
う
。

ま

た

「
聞
」

の
成
就
と
い
っ
て
も' 

仏
弟
子
の
誕
生
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と

に

か

く

こ

れ

が

『
無
量
寿
経
』

の
第
十
八
願
文
お
よ 

び
そ
の
成
就
文
に
基
づ
く
念
仏
往
生
の
教
学
が
も
つ
意
義
で
あ
る
。

『
無
量
寿
経
』

が
力
を
尺
く
し
て
語
ろ
う
と
す
る
大
悲
の
世
界
は
、
 

作
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
固
定
的
静
的
な
世
界
で
は
な
く'

今
な
お
呼
び
か
け
続
け
る
因
位
願
心
の
は
た
ら
く
動
的
世
界
で
あ
る
。
 

龍

樹

が

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

「
易
行
品
」

で'

仏
法
に
無
量
の
門
有
り
、
世
間
の
道
に
難
有
り
、
易
有
り
。
陸
路
の
歩
行
は
則
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
則
ち
楽
し
き
が
如
し
。
 

菩
薩
の
道
も
亦
是
の
如
し
。
或
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
有
り' 

或
い
は

信

方

便

の

易

行
を

以
て

疾

く

阿

惟

越

致(

フ
タ
イ
ノ
ク
ラ
イ 

ナ
リ
の
左
訓)

に
至
る
有
り

と

し

て

「
信
方
便
易
行
」

の
仏
道
を
開
示
す
る
こ
と
も
、

こ
と
さ
ら
に
目
新
し
い
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
出
家
中
心
の
知
的
関
心
行
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的
関
心

の

中

に

見

失
わ

れ
て

き

た

「
信
の
仏
道
」

の
伝
統
を
回
復
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

龍
樹
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
 

信
心
清
浄
な
る
者
は
華
開
け
て
即
ち
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。(

中
略)

我
今
亦
是
の
如
し
、
無
量
の
徳
を
称
讃
す
。
是
の
福
の
因
縁
を 

以
て
願
わ
く
は
仏
常
に
我
を
念
じ
た
ま
え
と

「起
観
生
信
」

を

語

る

世

親

の

『
浄
土
論
』

の
関
心
も' 

そ
の
論
を
造
っ
た
理
由
を
述
べ
る
発
起
序
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
、

我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応

(

我
、
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
り
て
願
偈
総
持
を
説
き
て
仏
教
と
相
応
せ
ん)

と
あ
る
。
親

鸞

は

「
行
巻
」

で
前
の
龍
樹
の
文
章
に
引
き
続
い
て
、

こ

の

発

起

序

の

文

に

「観
仏
本
願
力 

遇
無
空
過
者 

能
令
速
満
足 

功
徳
大
宝
海
」

の
文
を
加
え
て
引
用
し
て
い
る
。

そ

の

造

論

の

動

機.

関

心

を

「
仏
の
教
え
と
の
相
応
」
「
観
仏
」
に
あ
り
と
す
る
こ
と
は 

明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
『
浄
土
論
』

は
ま
さ
し
く
仏
弟
子
論
な
の
で
あ
る
。

「
何
に
よ
っ
て' 

何
故
に
依
っ
て' 

ど
の
よ
う
に
依 

る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
 

仏
の
教
え
と

相
応
す

る
も

の
と
な

る
か
が

『
浄
土
論
』

を
支
え
る
深
い
求
道
関
心
で
あ
る
。

そ

の

『
浄
土
論
』

が 

「
世
尊
我
一
心
」

と
詠
い
、
「
云
何
生
信
心
」
と
問
う
の
で
あ
る
。

曇
鸞
が
、
龍

樹

の

「
信
方
便
の
易
行
」

の

指

摘

を

『
浄
土
論
』
を
通
し
て
、

易
行
道
は
但
だ
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
し
む
。
仏
力
住 

持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
之
聚
に
入
る
。

正
定
は
即
ち
是
れ
阿
毘
跋
致
な
り 

と
お
さ
え
る
こ
と
も
同
じ
伝
統
が
底
流
に
あ
る
。
少
な

く
と
も

親
鸞
は

そ

の

原

始

仏

教

以

来

の

「
信
の
仏
道
」

の
流
れ
の
中
で
こ
の
三
人

㉓

を
捉
え
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

奇

し

く
も

親

鸞
は

そ
の
あ
り
方
を

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の

「初
歓
喜
地
」

の
比
喩
に
よ
っ
て
次
の
よ 

う
に
述
べ
て
い
る
。

初
果
の
聖
者
尚
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
二
十
九
有
に
至
ら
ず
。
何
に
況
や
十
方
群
生
海
、
斯
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て 

㉔

た
ま
わ
ず
。
故
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
く
と
。
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こ
の
こ
と
は
親
鸞
が
選
び
と
っ
た
浄
土
教
の
根
源
に
あ
る
課
題
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
親
鸞
は
、
仏
道 

@

と
し
て
の
浄
土
教
を' 

信

心
(

呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
宗
教
的
自
覚)

の
成
就
を
究
極
的
関
心
と
す
る
教
え
、
と
し
て
と
ら
え 

㉖

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
親
鸞
の
不
滅
の
独
自
の
事
業
は
、

こ

の

「
た
だ
信
心
の
み
」
と
い
う
唯
信
性
を
本
願
に
照
し
て
徹
底
的
に
明 

ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。四

仏
教
と
他
の
宗
教
を
厳
然
と
峻
別
す
る
行
は
、
念
仏
で
あ
る
。
念
仏
、

つ
ま
り
仏
を
念
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
仏
教
が
他
の
宗
教
と
決 

定
的
に
区
別
さ
れ
る
。
仏
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
さ
ら
に
押
さ
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
が' 

端

的

に

「
真
に
仏
を
念
ず
る
こ
と 

が
仏
教
の
仏
教
で
あ
る
所
以
で
あ
る
」
と
い
う
視
座
は
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
浄
土
論
』

の
五
念
門
行
の
意
義
は
、

は

じ

め

て

『
無
量
寿
経
』

の
行
を
仏
道
の
行
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
あ
る
。

『
無
量
寿 

経
』

に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
実
は
仏
道
の
行
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
に
し
た
の
で
あ
る
。
浄
土
に 

生
ま
れ
る
こ
と
は
、
仏
道
の
伝
統
の
行
で
あ
る
止
観
を
成
就
す
る
意
義
が
あ
る
、
と
応
え
た
の
で
あ
る
。

ま

た

『
浄
土
論
』

の
五
念
門
行
の
一
層
大
事
な
事
業
は
、

『
無
量
寿
経
』

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
行
が
語
ら
れ
る
が' 

願
生
の
行
は
念
仏
以 

外
に
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ

の

こ

と

が

「
念
門
」
と
い
う
行
の
名
に
的
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

五
念 

門
行
と
い
っ
て
も
畢
竟
は
念
仏
の
行
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
五
念
門
行
の
課
題
は
、
ど

の

よ

う

に

仏(

仏
法
僧
の
三
宝) 

を

念
じ

る
こ

と

が
で

き

る

存

在

に
な

る

か(

云
何
生
信
心)

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
、

た
だ
一
事
に
あ
る
の
で
あ
り' 

そ 

れ
以
外
で
は
な
い
。

つ
ま
り
五
念
門
行
は
仏
教
に
お
け
る
行
一
般
の
体
系
で
は
な
い
。
念
仏
と
い
う
仏
弟
子
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た 

㉗
 

め
の
行
の
体
系
な
の
で
あ
る
。

「
願
生
」

の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
行
の
体
系
な
の
で
あ
る
。

『
願
生
偈
』

が

『
無
量
寿
経
』

に
基
づ
く
唯
一
の
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
親
と
い
う
大
乗
の
代
表
的
な
論
師
に
よ
っ
て
書
か
れ

27



た
か
ら
で
は
な
い
、

『
無
量
寿
経
』

の
説
か
れ
る
如
来
へ
の
帰
敬
を
純
粋
に
表
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。

外

か

ら

で

は

な

く

『
無
量
寿
経
』 

の
会
座
の
弟
子
と
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
如
来
を
内
か
ら
礼
・
讃
す
る
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ

の
礼
讃
の
表
白
に
こ
そ
『
浄
土
論
』
の

『
無 

量
寿
経
』

の
論
た
る
所
以
が
あ
る
。

「
観
」
を
通
し
て
ふ
れ
る
清
浄
の
意
欲
は
、
『
経
』

に

お

い

て

は

「
願
」

「
欲
生
」
と
し
て
、
『
論
』
に

お

い

て

は

「
本
願
力
回
向
」
と
し 

て
語
ら
れ
て
い
る
意
欲
で
あ
り
、
親

鸞

に

お

い

て

は

「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
と
し
て
呼
び
か
け
る
意
欲
で
あ
り
、
曾
我
量
深
の
理
解
を
通 

せ
ば
、

か
た
ち
な
き
願
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
欲
で
あ
る
。

と
に
か
く
浄
土
教
の
歴
史
を
貫
ぬ
く
の
は
、

「
一
切
苦
悩
の
衆
生
」

に
呼 

び
か
け
る
意
欲
で
あ
る
。

「
信
」
と
は
そ
の
呼
び
か
け
を
聞
く
主
体
の
誕
生
で
あ
る
。

清

浄

意

欲

の

信

受

が

「
世
尊
我
一
心
」
と

い

う

「
一
心
」

で
あ
り
、

「
信 

心
を
生
ず
る
」

と

い

う

「
信
心
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
仏
弟
子
の
課
題
は
、
仏
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
純
粋
な
公
明
正
大 

な
自
覚
に
の
み
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に

信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
如
来
選
択
の
願
心
自
り
発
起
す
。
真
信
を
開
闡
す
る
こ
と
は
大
聖
衿
哀
の
善
巧
従
り
顕
彰
せ
り
。
 

と
二
尊
と
い
う
立
体
的
、

そ

し

て

「
獲
得
」

は

「
発
起
に
自
」
り
、

「
開
闡
」
は

「
善
巧
に
従
」
る
と
い
う
重
畳
的
な
表
現
を
と
ら
ざ
る
を 

え
な
い
の
で
あ
る
。

「観
」
を

通

し

て

「
信
」
、

つ
ま
り
仏
弟
子
と
し
て
の
純
粋
な
あ
り
方
を
獲
得
す
る
。
『
浄
土
論
』

解

義

分

「起
観
生
信
」

と
い
う
章
題 

は' 

こ
の
内
観
の
行
と
信
心
の
あ
り
方
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

(

未
完)

①
 

晋

訳

『
華
厳
経
』

一
四(

大
正
大
蔵
経
九
——
四
ハ
六
頁3
)

@
 

「
「
世
界
を
も
た
な
い
自
我
は
空
虚
な
も
の
で
あ
り
、
自
我
を
持
た
な
い
世
界
は
死
物
で
あ
る
」
観
念
論
の
も
つ
危
険
は
前
者
の
そ
れ
で
あ
り
、
客 

観
主
義
的
実
在
論
の
も
つ
危
険
は
後
者
の
そ
れ
で
あ
る
」(

土
居
真
俊
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
』
参
照)

前
者
は
個
人
と
い
う
主
観
に
沈
み
、
後
者
は
大
衆
と 

い
う
主
観
に
迷
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
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⑦⑥⑤④③⑧⑨

『
維
摩
詰
所
説
経
』
仏

国

品(

大
正
大
蔵
経
一
四
—
五
三
ハ
頁
。)

原
漢
文 

世
親
釈
『
摂
大
乗
論
』

一
〇 
(

大
正
大
蔵
経
三
一
——

ニ
ニ
ハ
頁) 

『
真
宗
聖
教
全
書
』

ー
ー
三
四
頁(

原
漢
文) 

『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
——
三
四
頁(

原
漢
文) 

「
云
何
観
」
は
、
「
観
彼
安
楽
世
界
」
を
承
け
、
「
云
何
生
信
心
」
は

「
見
阿
弥
陀
仏
」
を
承
け
る
、
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
観
彼
安
楽
世
界
」 

!

「
云
何
観
」 

「
見
阿
弥
陀
仏
願
生
彼
国
」
！

「
云
何
生
信
心
」 

と
い
う
見
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
若
善
男
子
善
女
人
、

修
五
念
門
行
成
就
畢
竟
得
生
安
楽
世
界
見
阿
弥
陀
仏
」
の
文
は
次
の

よ
う
に
配
当
で
き
る
。

「
云
何
観
」 

!

「
若
善
男
子
善
女
人
、
修
五
念
門
行
成
就
」

「
云
何
生
信
心
」/

「
畢
竟
得
生
安
楽
世
界
見
阿
弥
陀
仏
」

こ
の
解
釈
は
「
云
何
生
信
心
」
に
対
応
す
る
「
願
偈
大
意
章
」
の

「
願
生
」
が
、
こ
こ
で
は
「
畢
竟
得
生
」
と
し
て
展
開
し
て
い
る
点
で
好
ま
し 

い
気
も
す
る
。

安
田
理
深
先
生
は
二
つ
の
解
釈
を
出
さ
れ
、

最
終
的
に
こ
の
注
に
あ
げ
た
見
解
に
依
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(

『安
田
理
深
選 

集
』
十
二
巻
五
七
〜
七
九
頁
参
照)

た
と
え
ば
「
願
偈
」
の
事
業
が
成
就
す
る
こ
と
を
述
べ
る
第
九
「
願
事
成
就
」
章
に
は

「
是
の
如
く
菩
薩
、
智
慧
心
、
方
便
心
、
無
障
心
、
勝
真

、
能
く
清
浄
の
仏
国
土
に
生
ず
る
と
、
知
る
応
し
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
四
心(

信
心)

の
生
起
に
お
い
て
、
五
念
門
の
行(

観)

と
い
う

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
五
念
行
の
完
成
と
し
て
信
の
獲
得
が
あ
る
と
し
て
、

「
起
観
生
信
」
章
の
問
い
に
応
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
行
の
最
終
的
な
目
的
が
信
に
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る

龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
お
い
て
「
清
浄
と
は
諸
の
煩
悩
の
垢
濁
を
離
れ
る
。
或
る
人
は
言
い
て
信
解
を
名
づ
け
て
清
浄
と
な
す
。
有
る
人

て
堅
固
信
を
名
づ
け
て
清
浄
と
な
す
。
是
の
清
浄
心
と
は
、
仏
法
僧
に
お
い
て(

中
略)

略
し
て
之
を
言
わ
ば
、

一
切
の
深
経
諸
菩
薩
及
び 

行
一
切
の
仏
法
に
お
い
て
、
悉
く
皆
、
信
心
清
浄
な
り
」(

「
地
相
品
」
大
正
大
蔵
経
二
六
—

二
六
頁)

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
清
浄
と
い

い
う
概
念
と
深
い
関
係
を
も
つ
。
ま
た
信
の
伝
統
的
な
理
解
に
も
「
心
の
澄
浄
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
護

法

『
成
唯
識
論
』
に
信

の
働
き
と
し
て
「
云
何
な
る
を
信
と
為
す
や
。
実
と
徳
と
能
と
に
お
い
て
、
深
く
忍
じ
楽
欲
し
て
心
を
浄
な
ら
し
む
を
以
て
性
と
な
し
、
不
信
を
対
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洽
し
善
を
楽
う
を
も
っ
て
業
と
な
す
。」(

大
正
大
蔵
経
三
一
ー
ニ
九
頁)

と
あ
る
。

『
論
註
』
に
お
い
て
曇
鸞
が
「
一
心
」
を

「
云
何
生
信
心
」
と
の
呼
応
の
中
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
「
是
の
故
に
論
主
建
め
に
我
一
心
と
言
た 

ま
え
り
」

の
解
釈
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
真
宗
聖
教
全
書
』

ー
ー
三
四
頁(

原
漢
文)

金
子
大
栄
は
「
「
云
何
観
」
の
問
い
に
対
し
て
「
修
五
念
門
」
を
も
っ
て
答
え
る
の
は
、
恐
ら
く
観
と
い
う
も
、
た
だ
観
察
の
み
単
独
に
成
立
す
る 

ー
の
で
な
い
こ
と
を
示
さ
る
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

礼
拝
讃
嘆
作
願
の
用
意
あ
り
、

廻
向
の
徳
を
内
含
し
て
の
み
真
実
の
観
が
成
立
す
る
。」(

『
浄
土 

・
講
話
』
三
三
四
頁)

と
述
べ
る
。

ま

た

『
相
伝
義
書
』
に
は
、
「
第
二
、
「
起
観
生
信
」
と
は
、
こ
の
「
観
」
は
第
四
の
観
察
の
み
に
限
ら
ず
、
五
念
門
と
も
に
通
ず
る
な
り
。
「
心
縁 

事
日
観
」
の
釈
に
て
み
そ
な
わ
す
な
り
。
「
心
縁
其
事
」
縁
じ
見
れ
ば
信
心
お
の
ず
か
ら
生
ず
る
な
り
。

立
行
の
観
に
非
ず
。

観
は
五
念
と
も
に


る
言
な
り
。
已
に
因
の
五
念
門
果
の
五
念
力
を
開
き
起
こ
し
て
、
其
の
人
に
信
心
を
生
じ
し
め
た
ま
う
な
り
。
阿
弥
陀
如
来
の
正
報
、
国
土
の
依 

・を
心
に
知
り
み
れ
ば
、
信
心
お
の
ず
か
ら
生
ず
る
な
り
。
古
来
よ
り
、
報
土
所
入
の
諸
菩
薩
の
修
行
の
五
念
と
余
所
事
に
み
な
す
な
り
。
機
の
失 

ー
り
。
又
、
我
が
方
へ
取
り
過
ち
て
自
力
起
行
に
な
る
な
り
。」(
『
相
伝
義
書
』
註
論
入
科
会
解
ニ
五
七
頁)

と
あ
り
、
「
云
何
観
」
の

「
観
」
が
五 

一
門
行
を
包
む
広
い
意
義
を
も
っ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
当
に
帰
す
べ
き
処
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
帰
依
が
成
り
立
つ
。

仏
に
帰
依
す
る
存
在
と
は
端
的
に
は
聞
法
存
在
で
あ
ろ
う
が
、

『
瑜 

【師
地
論
』
聞
所
成
慧
地
決
択
の
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。
帰
す
べ
き
処
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
簡
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

聞
所
成
慧
地
決
択
我
今
当
説
。
謂
由
五
処
観
察
処
帰
乃
可
帰
依
。

一
由
身
業
清
浄
故

二
由
口
業
清
浄
故

三
由
意
業
清
浄
故 

四
由
於
諸
有
情
起
大
悲
故

五
由
成
就
無
上
法
故

(

『
瑜
伽
師
地
論
』
大
正
大
蔵
経
三
〇
・
六
五
三
頁)

親
鸞
は
『
浄
土
論
』
の

「
観
仏
本
願
力
」
の

「
観
」
に
つ
い
て
「
観
は
願
力
を
こ
こ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
も
う
す
、
ま
た
し
る
と
い
う
こ
こ
ろ
な
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り
」(

一
念
多
念
文
意)

と
解
釈
す
る
。

ち
な
み
に
こ
の
「
観
」
の
左
訓
に
は
「
ミ
ル
ナ
リ
、

シ
ル
コ
コ
ロ
ナ
リ
」
と
あ
る
。

ま

た

「
信
と
い
う
は 

金
剛
心
な
る
。
知
と
い
う
は
し
る
と
い
う
。
煩
悩
悪
業
の
衆
生
を
み
ち
び
き
た
も
う
と
し
る
な
り
。
ま

た

「
知
と
い
う
は
観
な
り
。
こ
こ
ろ
に
う
か 

べ
お
も
う
を
観
と
い
う
。
こ
こ
ろ
に
う
か
べ
し
る
を
知
と
い
う
な
り
」(

一
念
多
念
文
意)

と
い
う
解
釈
も
あ
る
。

⑮

仏
教
独
自
の
存
在
へ
の
認
識
は
縁
起
で
あ
る
。

安
田
理
深
は
「
仏
道
は
自
覚
の
道
で
あ
り
、

そ
の
自
覚
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
が
観
で
あ
る
」 

(

『
安
田
理
深
選
集
』
九
—

二
八
ハ)

と
い
い
、
ま
た
仏
教
に
お
け
る
修
行
は
止
観
に
つ
き
る
と
い
っ
て
い
る
。(

『
信
仰
的
実
存
』
也) 

ま
た
縁
起
が
仏
教
の
独
自
の
存
在
へ
の
知
見
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
の
方
法
と
し
て
の
「
観
」
も
仏
教
独
自
の
行
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
見 

解
が
参
考
に
な
ろ
う
。

「
漢
訳
で
は
「
縁
起
」
と
訳
さ
れ
た
。
さ
ら
に
「
因
縁
」
の
訳
語
も
あ
る
。

と
も
か
く
縁
起(

卫

住̂

亠
密
ヨ
存
怎
故)

は
、
仏
教
独
自
の
用 

語
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
他
の
宗
教
学
派
で
は
用
い
な
い
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
仏
教
独
自
の
思
想
が
あ
る
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。」 

(

平
川
彰
『
法
と
縁
起
』
五
〇
四
頁)

「
「
止
観
」
と
い
う
語
は
漢
訳
の
仏
教
聖
典
以
来
し
ば
し
ば
漢
訳
聖
典
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
が
、

仏
教
の
最
初
の
時
期
か
ら
用
い
ら
れ
た
語
で
は
な 

い
。(

狀!
1
1
3
1±

3

も
く
せ
は
涪
社
も
純
粋
の
仏
教
用
語
で
あ
り
、
仏
教
以
外
で
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。)(

中
略)

「
止
観
」
と
い
う
語
は
、
 

原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、

や
や
遅
れ
て
成
立
し
た
語
で
あ
っ
て
、

仏
教
以
前
に
は
も
ち
ろ
ん
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。(

中
略)

禅
定
を
「
止
観
」
と 

い
う
か
た
ち
で
実
践
す
る
こ
と
は
、
結
局
仏
教
特
有
で
あ
っ
て
イ
ン
ド
の
他
の
宗
教
で
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(

「
中
村
元
「
原
始
仏 

教
に
お
け
る
観
」

一
九
七
五
年
岩
波
書
店
『
止
観
の
研
究
』)

「
観
(
2

咼5佶
11

と

は

普

通0
8
6
^
1
1
3

ち̂

まー

と
解
釈
さ
れ
て
い
て
、
「
真
現
を
特
別
に
見
出
す
」
の
で
あ
る
。

真

実
(
1
2

匕̂
)

を
見
出
す 

こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
自
分
の
心
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
真
理
で
あ
る
か
ど
う
か
を
観
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」(

中
村 

元

「
原
始
仏
教
に
お
け
る
観
」

一
九
七
五
年
岩
波
書
店
『
止
観
の
研
究
』
四
三
頁)

⑯

『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
——
三

四

頁(

原
漢
文)

⑰

『
真
宗
聖
教
全
書
』

ー
ー
三
四
頁(

原
漢
文)

⑱
 

仏
道
の
歴
史
に
お
い
て
信
を
推
進
力
と
す
る
道
が
あ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
兵
藤
一
夫
『
説
一
切
有
部
の
修
行
体
系
に
お
け
る
信
随
信
行 

信
勝
解
を
手
掛
か
り
に
し
て
』(

仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
四
三
号)

に
示
唆
を
受
け
た
。

「
原
始
仏
教
で
は
預
流(

後
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
用
語
で
は
見
道)

の
獲
得
に
関
し
て
二
通
り
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
は
主
と
し
て
信
に
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よ
る
も
の
、
他
は
主
と
し
て
慧
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、
前
者
は
四
預
流
支
た
る
四
証
浄(

三
宝
へ
の
浄
信
と
聖
戒
成
就)

を
起
源
と
す 

る
も
の
で
、
主
と
し
て
在
家
者
の
実
践
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
四
諦
や
縁
起
や
道
理
を
現
観
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で 

あ
る
。
(

中
略)

主
と
し
て
信
に
よ
る
も
の
は
随
信
行
者
—
信
解
脱
者
で
あ
り
、

主
と
し
て
慧
に
よ
る
も
の
は
随
法
行
者
—
見
至
者
と
い
う
形
に 

で
あ
る
。」
「
随
信
行
者
と
随
法
行
者
の
違
い
は
、
前
者
が
教
法
を
信
じ
勝
解
す
る
の
に
対
し
、
後
者
が
同
じ
も
の
を
慧
に
よ
っ
て
了
解
す
る
こ
と 

で
あ
る
。」
な
ど
。

『
定
本
親
谱
聖
人
全
集
』

ー
——

二
九
頁

『
定
本
親
鶯
聖
人
全
集
』

ー
——
三
一
頁(

原
漢
文
傍
点
筆
者)

『
真
宗
聖
教
全
書
』

ー
ー
ニ
六
九
頁

『
定
本
親
魏
聖
人
全
集
』

ー
——
三
三
頁

「
初
果
を
得
る
が
如
し
と
い
う
は
人
の
須
陀
疽
道
を
得
る
が
如
し
。
善
く
三
悪
道
の
門
を
閉
ず
。
法
を
見
、
法
に
入
り
、
法
を
得
て
、
堅
牢
の
法 

に
住
し
て
傾
動
す
べ
か
ら
ず
。
究
竟
し
て
涅
槃
に
至
る
。
見
諦
所
断
の
法
を
断
ず
る
が
故
に
心
大
い
に
歓
喜
す
。
設
使
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
二
十

『
教
行
信
証
』
行
巻

浄
土
教
に
お
け
る
信
心
を
「
呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
宗
教
的
自
覚
で
あ
る
」
と
、
と
ら
え
る
こ
と
は
、

『
浄
土
論
註
』
に

「
信
」
が
阿 

弥
陀
仏(

実
相
身
・
為
物
身)

の
は
た
ら
き
に
対
す
る
信
知
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
世
尊
我
一
心
」
と
は
仏 

の
呼
び
か
け
へ
の
応
答
で
あ
る
。

「
我
一
心
と
は
天
親
菩
薩
自
督
の
詞
な
り
。

言
う
こ
こ
ろ
は
無
碍
光
如
来
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
安
楽
に
生
ま
れ 

ん
と
願
ず
る
こ
と
心
心
相
続
し
て
他
の
想
い
間
雑
す
る
こ
と
無
し
と
な
り
」(
「
真
宗
聖
教
全
書
」

一
 
I

二
八
ニ
頁)

参
照 

「
常
没
の
凡
愚
流
転
の
群
生
無
上
妙
果
の
成
じ
難
き
に
不
ず
、

真
実
の
真
楽
実
に
獲
る
こ
と
勝
た
し
。」
(

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』

ー
—
九
六
頁

こ
の
稿
に
続
く
「
内
観
の
体
系
—
仏
弟
子
論
と
し
て
の
『
浄
土
論
』2

—

彼

称)

」
で
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
で
は
「
向
に
説
く
無
染
清
浄
心
と
安
清
浄
心
と
楽
清
浄
心
と
此
の
三
種
の
心
は
、
略
し
て
一
処
に
妙
楽
勝
真
心
を
成
就
す
」
と
あ
り
、
 

三
種
の
清
浄
心
が
妙
楽
勝
真
心
の
一
心
に
集
約
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
、
清
浄
な
心
と
信
心
の
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』

ー
——
九
五
頁
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